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被
害
が
発
生
い
た
し
ま
し
た
。

役
員
の
皆
様
に
は
、
適
正
な
損
害
評
価
へ
の
ご
尽
力
と
加
入

推
進
に
ご
協
力
い
た
だ
き
早
期
支
払
い
に
結
び
付
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
災
害
等
に
対
し
て
は
、
平
成
31
年
か
ら

農
業
経
営
全
体
を
対
象
と
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、

「
農
業
経
営
収
入
保
険
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
今
年
で
４
年

目
を
迎
え
ま
す
が
、
本
制
度
は
、
国
の
各
種
補
助
制
度
が
あ
る

中
で
、
唯
一
の
オ
ー
ル
リ
ス
ク
補
償
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
を
原
因
と
す
る
収
入
減
少
も
補
償
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

年
々
加
入
者
が
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

激
甚
災
害
が
多
発
す
る
近
年
、
農
業
経
営
を
営
む
上
で
、
リ

ス
ク
に
備
え
る
こ
と
は
も
は
や
必
須
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す

の
で
、
農
業
者
の
皆
様
に
は
ぜ
ひ
収
入
保
険
へ
の
加
入
を
ご
検

討
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
年
に
あ
た
り
組
合
員
の
皆
様
が
安
心
し
て
農
業
経
営
が
営

め
ま
す
よ
う
、役
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
「
収
入
保
険
」
と
「
農

業
共
済
」
の
両
制
度
の
普
及
に
ま
い
進
す
る
と
と
も
に
、
組
合

員
の
皆
様
の
ご
要
望
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

結
び
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
を
願
う
と
と

も
に
、
本
年
も
昨
年
と
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
年
頭
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

組
合
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い
新
春
を
迎

え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
平
素
よ
り
、
農
業
保
険
事
業
の
運
営
に
対
し
ま
し
て
、

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
7
月
の
大
雨
に
伴
い
静
岡
県
熱
海
市
で
発
生
し
た

土
石
流
だ
け
で
な
く
、
８
月
に
も
西
日
本
か
ら
東
日
本
に
か
け

て
降
り
続
い
た
記
録
的
大
雨
に
よ
り
、
多
く
の
尊
い
人
命
が
奪

わ
れ
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
対
策
に
よ
る
社

会
経
済
活
動
へ
の
自
粛
は
、
現
在
も
農
業
分
野
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
県
の
昨
年
の
被

害
は
全
体
的
に
少
な
い
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
３
月
下
旬
に
は

西
毛
地
域
で
、
ま
た
４
月
上
旬
に
は
北
毛
地
域
で
果
樹
及
び
桑

園
に
降
霜
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
８
月
の
梅
雨
明
け

後
の
長
雨
に
伴
う
日
照
不
足
に
よ
る
冷
害
等
に
よ
り
農
作
物
に

新
年
の
ご
挨
拶
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組織再編のお知らせ
渋川支所・家畜診療所　移転について（令和 4 年 4 月～）

支所統合について　（令和５年４月～）
　組合設立 10 年が経過し 
さらなる効率的業務運営を 
行うため、令和5年4月より、
県内 11 支所を 4支所へ統合
することとなりました。
　支所機能の集約・拡充に 
より、組合員の皆さまの期待に
お応えできるよう、より一層の
サービス向上を目指します。

県内１１支所が以下の４支所となります

　渋川支所は隣接する敷地内（渋川市
吹屋 370）の新事務所に移転します。
　また、家畜診療所（中央・中部・北部）
も同事務所の 2 階に移転します。
※渋川支所の TEL・FAX に変更はありません。

 【家畜診療所お問い合わせ先】
　ＴＥＬ．０２７９－２６－９５５０
　ＦＡＸ．０２７９－２６－９５６０

太田支所 みどり支所 館林支所 東部支所

沼田支所中之条支所 北部支所

前橋支所 伊勢崎支所 中部支所

高崎支所 藤岡支所 富岡支所 西部支所

渋川支所

吹屋

子持総合
支所入口

現事務所

新事務所

とりせん

シルバー
人材センター

交
番

中部グループ

北部グループ

東部グループ
西部グループ

前橋支所
伊勢崎支所高崎支所

本所・中央家畜診療所

藤岡支所富岡支所
館林支所

太田支所

みどり支所

中部地区
家畜診療所

沼田支所・
北部地区
家畜診療所

中之条支所 渋川支所

［令和5年4月～］［現在］

中部支所

北部支所

東部支所

西部支所



45

　青色申告は、①最高で 65 万円の特別控除、②損失額の繰越しや繰戻し、③専従者の給与額を
必要経費に算入できる、④農業経営基盤強化準備金制度が使える、⑤農業者年金の保険料補助（最
高で月に 1 万円）といった多くのメリットがあります。
　青色申告の簡易な方式であれば、白色申告で整理した帳簿の他に、現金出納帳、売掛帳、買掛
帳、経費帳、固定資産台帳を整備して、日々の取引を残高まで記帳すれば簡単に青色申告を行え
ます。
　ぜひ、青色申告を始めましょう。
　
　※青色申告を新たに始める方は、その年の３月 15 日までに最寄りの税務署に「青色申告承認
申請書」を提出する必要があります。

収入保険

　「収入保険」は加入申請時に青色申告の実績が 1 年分あれば加入できる国の災害対策の保険制
度です。
　肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵のマルキン等が措置されている農産物以外の全ての農産物を対
象に、自然災害による収量減少に加え、経営努力では回避できない市場価格の低下、さらに病気
やケガ等により作業に従事できなかった等による農業収入の減少を補てんします。
　収入保険に関する詳しい内容については、最寄りの までお問い合わせください。

前橋支所 12 件 26,926,354 円 
伊勢崎支所 37 件 89,126,404 円 
高崎支所 41 件 78,410,417 円 
藤岡支所 13 件 47,154,867 円 
富岡支所 20 件 71,458,216 円 

沼田支所 34 件 311,958,758 円 
渋川支所 8 件 118,287,387 円 
中之条支所 12 件 39,745,299 円 
太田支所 39 件 61,597,185 円 
みどり支所 4 件 10,200,276 円 
館林支所 30 件 54,537,605 円 

令和２年　収入保険　保険金等お支払いの実績（R3年 11月末現在）

支払実績合計　250件　909,402,768円

白色申告農業者のみなさん 青色申告を始めましょう！ 収入保険に加入して様々なリスクに備えましょう！

「私の決め手」
収入保険は青色申告をしている農業
者であれば、どなたでも加入できます。
県内の農家さんの「加入の決め手」
についてうかがいました。

　近年多発している異常気象災害リスク等を懸念
して収入保険に加入しました。新型コロナウイル
ス感染症対策による来客数の減少や病虫害など、
果樹共済特定危険方式でカバーできなかった幅広
い範囲の補償も魅力だと感じます。
　青色申告の数字で評価するため、仕組みがわか
りやすいのもポイントです。保険金の受取額が事
前にわかるので、設備投資などの計画が立てやす
いのもありがたいですね。

　こんにゃく栽培を始めて 50 年になりますが、
近年はこれまでに経験したことがないような天候
不順や価格下落が起きています。
　そんな中、収入保険に加入したことで、天候に
一喜一憂することなく栽培が続けられ、値が大き
く下がった際には大変助かりました。収入の減少
を考えれば、掛金は決して高額とは思いません。
　収入保険が大きな支えになっているので心に余
裕を持って栽培を続けていけます。

太田市  高橋　英樹さん

栽培作物　きゅうり、水稲
、麦、そば

安中市  新井　高美さん

栽培作物　こんにゃく、水
稲

川場村  横坂　公雄さん

栽培作物　りんご、水稲、
ブルーベリー

　加入するきっかけは、平成 26 年の大雪災害を
経験したことです。
　当時から災害を受けた時に収入を補償してくれ
る保険を探していましたが、中々見つかりません
でした。その後、収入保険制度が始まり、説明会
などに参加してみると、災害のほかにも怪我や病
気が原因の収入減少も対象になることが分かり加
入を決めました。
　最近は全国各地で予期せぬ大きな災害が発生し
ています。万一の備えとして友人にも勧めています。

　収入保険には令和２年から加入しています。
　昨年は新型コロナウィルスの影響により飲食店
との取引が中止になってしまったことや、ミニト
マトで病害が発生したため大きな打撃を受けまし
た。そんな中、つなぎ融資を利用し早急な補てん
を受けることができ、大変助かりました。
　今後も営農規模の拡大や新しい作物にも挑戦し
ようと思っているので、収入保険は安心して営農
するためにも重要であり、大変心強いです。

大雪災害を
経験
予期せぬ
災害に備えて 果樹共済・

特定危険方式

より幅広い補償！

つなぎ融資を
利用し、
安心して営農

収入の減少を
考えれば、
掛金は高額でない！

伊勢崎市  栗原　治幸さん

栽培作物　キャベツ、ズッキーニ
、ほうれん草など
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農作物共済・畑作物共済（大豆）・果樹共済
～令和４年産からの加入方式の選択～

　近年、台風や予期せぬ豪雨などの自然災害が多発し、全国各地で甚大な被害が発生しています。
また、新型コロナウイルスによる収入減など農林水産物の被害額も増加傾向にあります。
　このような自然災害や不測の事態に備えるため、 では、すべての農産物を対象に様々
なリスクから農業経営を守ります。
　この機会に、農業者の皆さまには、万が一の災害に備え補償の見直しをご検討ください。

●「※ 1」令和４年産から「白色申告」の方も全相殺方式を選択できます！
　 水稲共済の全相殺方式は、ＪＡ等の出荷データまたは青色申告書類により収穫量が確認できる

農業者が対象となっていました。令和４年産からは、収穫量を帳簿などで確認できる「白色申
告者」も全相殺方式を選択できます。

●「※ 2」耕地ごとの補償を手厚くする、「一筆半損特約」を付けてご加入いただけます。
●対象となる被害や災害等については、「ホームページ」、「パンフレット」をご確認ください。

●農作物共済（水稲・麦）の「一筆方式」
●畑作物共済（大豆）の「一筆方式」
●果樹共済の「特定危険方式」「樹園地方式」

令和３年産をもって廃止された方式

農業保険 補償内容 水稲・麦 大豆 果樹

収入保険

青色申告を行っている農業者（個人・法人）で、保
険期間収入（農産物の販売収入）が基準収入の 9
割を下回った場合に下回った額の 9 割を上限に保
険金等を支払う

○ ○ ○

農
業
共
済

水稲品質方式・ 
麦災害収入方式

過去 5 年間の出荷実績により算出した基準生産金
額を基に、品質（等級・ランク）を加味した生産金
額が基準生産金額の 9 割を下回った場合に共済金
を支払う

○※ 2 ― ―

全相殺方式
過去 5 年間の出荷実績により算出した基準収穫量
の 9 割を補償し、減収量が基準収穫量の 1 割を超
える減収があった場合に共済金を支払う

○※ 1
　※ 2

○ ―

半相殺方式
すべての耕地の合計した基準収穫量の 8 割を補償
し、被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量の 2
割を超える場合に共済金を支払う

○※ 2 ○ ○

地域インデックス
方式

すべての耕地を統計単位地域（農林水産統計）ごと
に統計単収の 9 割を補償し、その年の統計単収の
１割を超える減収があった場合に共済金を支払う

○※ 2 ○ ○

自然災害はもちろんのこと、車両の当て
逃げ事故や、火災、鳥獣害なども補償し
ます。

　施設園芸用ハウスは、台風や雪害など様々な災害の脅威にさ
らされています。平成 26 年 2 月の豪雪では、多くの園芸用ハ
ウスが倒壊する甚大な被害を受け、園芸施設共済では過去最大
となる 20 億円を超える共済金を支払いました。
　近年の異常気象は想定の範囲を超えるものばかりです。万が
一に備えて、園芸施設共済への加入をおすすめします。

園芸施設共済

災害への備えは万全ですか？

希望に沿った 
補償内容！②

ハウス本体の補償は、新価に近い手厚い
補償や、掛金を抑えたお財布にやさしい
補償など、お客様の希望に沿った補償を
選択することができます。

補償金額が 1 億 6 千万円を超えるまで、
掛金の半分を国が負担するので農家負担
が軽減されます。
※一部オプションは国の掛金負担対象外です。

掛金の半分を 
国が負担！③

見積希望や制度内容等の問合わせについては、最寄りの 支所へご連絡ください。

①
さまざまな 
災害を補償！

●園芸施設共済の3つの特長
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～寒さ対策により免疫能力の低下を防ごう～
　子牛の下痢と肺炎は、その生産性を大きく損なう病気です。
これからの時期は気温の変動が激しく、これらの疾病が発生
しやすくなります。特に子牛は、寒さによるストレス（以下、
寒冷感作）で免疫能力が低下します。そのため寒さから守る
管理が重要となります。例えばカーフハッチを用いた子牛の

管理方法があります。日当たりの良いところで子牛同士が接触することがないよう配
置することにより病気の伝播と蔓延が予防できます。カーフハッチは子牛が入れ代わ
るたびに、洗浄・消毒を行い、牛床では消石灰散布による消毒をし、敷料を十分に敷
き保温性を高めることが大切です。哺乳器具については、1 頭ごとに洗浄・消毒を徹
底することが重要であり、使い回しは病気の伝播と蔓延の原因となります。この他に、
消毒槽の設置も有効です。また、特に寒い時期には、子牛にジャケットを着用させ保
温に努めたり、生菌剤などをミルクに混入させ消化吸収機能を助けることも有効です。
カーフハッチ以外で子牛を管理する場合でも、寒冷感作対策と換気・消毒などに十分
な注意をはらうことで下痢や肺炎を予防することができます。

1. すきま風を防ぐ（べニア板・カーテン）
2. 換気（アンモニア・埃・臭気）に気を付ける
3. 床を冷やさない
　（十分な敷料・お風呂マットの利用）
4. 保温器具の利用
　（保温ヒーター・床マット）
5. 体温の維持

（カーフジャケット・ネックウォーマー）
6. その他（子牛に温水を与える）

家畜共済
子牛を下痢、肺炎から守ろう！！

防寒の管理方法

　
大
雪
、
豪
雨
、
台
風
、
地
震
な
ど
の
大
規
模
な
災
害
発
生
後
に
、
便
乗
し
た

悪
質
商
法
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　
雪
害
等
の
被
害
を
調
査
す
る
と
告
げ
、
調
査
後
、
本
来
修
理
の
必
要
が
な
い

瓦
等
に
つ
い
て
「
壊
れ
て
い
る
か
ら
工
事
が
必
要
だ
。
保
険
を
利
用
す
れ
ば
無

料
で
修
理
が
で
き
る
」
な
ど
と
修
理
の
た
め
の
契
約
を
迫
っ
て
き
ま
す
。

　
実
際
に
は
保
険
金
が
お
り
な
い
、
保
険
金
が
少
な
い
、
又
は
修
理
の
た
め
の

契
約
を
解
約
す
る
と
伝
え
る
と
高
額
な
解
約
金
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　「
屋
根
の
瓦
が
ず
れ
て
い
ま
す
よ
。
保
険
で
修
理
で
き
ま
す
よ
！
」

　「
無
料
で
修
理
で
き
ま
す
よ
。
お
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
」

　「
今
回
の
台
風
で
壊
れ
た
こ
と
に
す
れ
ば
、

古
く
な
っ
た
と
こ
ろ
も
保
険
金
で
き
れ
い
に
な
り
ま
す
」

　
な
ど
の
言
葉
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
よ
う
な
怪
し
い
業
者
が
訪
問
し
ま
し
た
ら
、

す
ぐ
に
契
約
せ
ず
に
お
近
く
の
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　「
自
分
は
火
事
を
起
こ
さ
な
い
か
ら
建
物
共
済
に
加
入
し
て
い
て
も
無
駄
だ
」

　「
古
い
建
物
だ
か
ら
保
険
を
か
け
て
も
意
味
が
な
い
」

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
類
焼
「
他
か
ら
出
火
し
た
火
事
（
も
ら
い
火
）
で
、
自
分

の
家
な
ど
が
焼
け
て
し
ま
う
こ
と
」
に
よ
っ
て
物
置
な
ど
が

被
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
類
焼
の
場
合
、
失
火
責
任
法
に
よ
り
、
出

火
元
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
負
わ
せ
な
い
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
家
が
建
物
共
済
な
ど
の
保
険
に

加
入
し
て
い
な
い
と
、
一
切
補
償
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
建
物
共
済
に
加
入
し

て
自
宅
か
ら
の
出
火
だ
け
で
な
く
、
類
焼
被
害
に
も
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま
の
建
物
共
済
な
ら
・
・
・

　
●
　
１
年
契
約
な
の
で
、
掛
金
と
加
入
内
容
が
毎
年
見
直
せ
ま
す
。

　
●
　
安
い
掛
金
で
火
災
事
故
や
落
雷
事
故
等
に
備
え
ら
れ
ま
す
。

　
●
　
家
具
類
へ
の
加
入
で
家
具
や
家
電
等
も
補
償
し
ま
す
。

建
物
共
済

災
害
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法
に
注
意
！

保
険
を
掛
け
て
い
な
い
建
物
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

P11「群馬県警察からのおしらせ」
もご覧ください



で
地域の皆さんを紹介します

えが お いきいき
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地
元
で
収
穫
さ
れ

る
野
菜
や
果
物
の
地

産
地
消
を
目
的
に
、

２
０
０
８
年
に
オ
ー
プ

ン
し
た
Ｊ
Ａ
邑
楽
館
林

の
農
産
物
直
売
所
「
ぽ

ん
ぽ
こ
」。
平
日
は
地

元
の
常
連
客
、
休
日
は

県
内
外
か
ら
の
来
店
客

で
に
ぎ
わ
い
、
地
域
の

生
産
者
と
県
内
外
の
消

費
者
を
つ
な
ぐ
拠
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
期
の
売
り
場

に
は
白
菜
、
春
菊
、
イ

チ
ゴ
な
ど
。
春
か
ら
夏

の
時
期
は
ト
マ
ト
、
ニ

ガ
ウ
リ
、
ナ
ス
な
ど
。

　

季
節
ご
と
の
農
産
物

が
所
狭
し
と
並
び
ま
す
。

特
産
品
の
キ
ュ
ウ
リ
は

通
年
売
り
場
に
並
び
ま

す
。

　

近
く
に
は
つ
つ
じ
が

岡
公
園
や
城
沼
、
分
福

茶
釜
の
茂
林
寺
、
冬
に

白
鳥
が
飛
来
す
る
多
々

良
沼
公
園
等
、
自
然
や

歴
史
あ
る
観
光
地
が
満

載
で
す
の
で
是
非
お
立

ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

JA 邑楽館林
農産物直売所
「ぽんぽこ」●問い合わせ

JA 邑楽館林　 
農産物直売所「ぽんぽこ」
○館林市楠町1987-1　0276-70-7788
○営業時間　�4～ 10月 9：30～ 18：30�

11 ～ 3月 9：30～ 18：00
○定休日� �毎週月曜日（祝祭日は営業）
○駐車場� �普通 105台　大型 6台
○アクセス� �東北道館林 ICから車で 5分
（JA邑楽館林　農産物直売所「ぽんぽこ」より提供）

DATA
わが町
耳より
情報

災
害
に
便
乗
し
た

　
悪
質
商
法
や
詐
欺
に
注
意

　
台
風
・地
震
・大
雪
等
の
災

害
時
に
不
安
な
気
持
ち
に
便

乗
し
て
不
当
に
高
額
な
住
宅

修
理
等
の
契
約
を
迫
る
悪
質

商
法
の
被
害
が
県
内
で
も
見

受
け
ら
れ
ま
す
。

被
害
の
一
例
と
し
て

　
・�火
災
保
険
（
火
災
共
済
）で
修
理
が
で
き
る

と
言
わ
れ
契
約

　
・�住
宅
の
無
料
点
検
後
、こ
の
ま
ま
で
は
住
め

な
く
な
る
と
言
わ
れ
、高
額
な
契
約
を
し
た

等
が
あ
り
ま
す
。

★
ア
ド
バ
イ
ス
★

・�「
保
険
（
共
済
）が
使
え
る
」と
言
わ
れ
た
ら
、ま
ず

契
約
の
保
険
会
社
（
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
）に
相
談

・契
約
を
迫
ら
れ
て
も
、す
ぐ
に
は
契
約
し
な
い

困
っ
た
ら
最
寄
り
の
警
察
署
又
は

群
馬
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
３
０
０
１

へ
、
相
談
を

群
馬
県
警
察
か
ら
の 

 

　
　 
お
し
ら
せ

「これからも大切に飼育したい」
　みどり市笠懸町久宮の森田友矢さんは、夫婦で搾乳牛を 40 頭飼養し、
年間約 36万㌔出荷しています。
　農林大学校を卒業後、酪農を営んでいた両親の後を継ぎ、就農した森田
さん。
　「昔は牛に無理をさせていた事もあった。今は様子をみながら、牛に負
担のかからない範囲で搾るようにしている」と話します。畜舎の掃除も
機械に頼らず手作業で念入りに行い、温度管理や換気にも気をつかって

います。また、エサも牛の好みに合わせ健康的に飼育することを心掛けています。
　「今は夫婦 2人なので、頭数を増やしても品質が下がってしまう。着実で安定した経営を目指し、
今後は年間 40万㌔搾れるよう頑張っていきたい」と語ってくれました。

みどり市笠懸町久宮

森
も り

田
た

 友
と も

矢
や

さん（４７歳）

「安定した生産をこれからも」
　伊勢崎市東上之宮町の須田孝信さんは、妻の律子さんとともにハウス 8棟
約 11㌃で春菊やナスのほか、露地野菜、米麦の栽培もしている。
　今年で 50年を迎える春菊栽培を始めたきっかけは、もともと養蚕をして
いたハウスに種を蒔いてみたことだったという。
　孝信さんが収穫や出荷、律子さんが箱詰めを担当し、繁忙期には約 30
人の従業員と仕事に励んでいる。
　「冬の農閑期に春菊の仕事ができるのは良い」と語ってくれた律子さん。
今年から収入保険への加入を決めた孝信さんは「野菜の価格は毎年安定し
ていない。春菊やナスだけでなく、ブロッコリーや白菜の栽培も持続して
いきたい」と今後について意欲的に語ってくれた。

伊勢崎市東上之宮町
須

す

田
だ

 孝
た か

信
の ぶ

さん（７７歳）

「法人代表として頑張ります！！」
　藤岡市東平井の木村裕さんは、両親と妻の４人で長ネギ１．６㌶を栽培し
ているほか、米８．５㌶、麦１１．３㌶を栽培している農事組合法人キムラ
農園の代表として活躍しています。
　幼少時代から両親の手伝いで農作業をしており、父の勧めで一度は就職
しましたが、父の病気をきっかけに、今年１月の法人設立と同時に就農し、
９月に代表に就任しました。
　今後の抱負を伺うと、「手術が成功し元気になった父の技術を継承しつ
つ、スマートフォンを活用したデータの見える化など新しい技術を取り
入れながら規模拡大を図っていきたい」と力強く語ってくれました。

藤岡市東平井

木
き

村
む ら

 裕
ゆたか

さん（４７歳）

白菜：味も重さもヘビー級
　JA 邑楽館林では「邑

むら
美
び

人
じん

」というブラ
ンド名で販売されています。寒さに当たっ
て甘く、従来の白菜に比べ厚みもあり、重
量もずっしり重いヘビー級。邑美人は鍋に
好評な白菜です。
※旬のシーズン：12 ～ 3 月

春菊：鍋に最適
　秋から春までが旬の春菊。JA 邑楽館林
ではキュウリに次いで生産者が多い野菜で
す。独特の香りとほろ苦さが特徴で鍋には
かかせません。
※旬のシーズン：10 ～ 4 月

イチゴ：輝く朱色の宝石
　群馬県育成品種の「やよいひめ」は朱色
で酸味を抑えた、甘くて、大粒でしっかり
しているのが特徴です。味、形、日持ちが
良く 5 月下旬まで出荷できます。
※旬のシーズン：12 ～ 5 月
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有坂 由起子
家族のために健
康を考え毎日の
食事を作る。得
意料理は、大好

きな野菜で具沢山スープ。
栄養士。

天田 文江
2021 年直腸ガ
ンから肝臓への
転移。普通の日
の連続が『幸せ』

です。今、生きている時間を大
切にしています。
和食アドバイザー、健康管理士。

長谷川 恵理子
野菜ソムリエとして、
子供たちに農業や食
の大切さを伝える食
育活動などを行って

いる。他にもベジフルビューティー
セルフアドバイザー、フードトレー
ナーの資格を持つ。

群馬県農業共済組合

東部グループ
太 田 支 所 0276-20-9199

みどり支所 0277-76-9181

館 林 支 所 0276-75-3311

北部グループ
沼 田 支 所 0278-23-5110

渋 川 支 所 0279-26-2600

中之条支所 0279-75-2005

中部グループ
前 橋 支 所 027-254-2070

伊勢崎支所 0270-62-9915

　 　

西部グループ
高 崎 支 所 027-344-2181

藤 岡 支 所 0274-24-3730

富 岡 支 所 0274-62-2450

噛む力の弱い人は心臓病や脳卒中といった循環器疾患のリスクが高まる
という研究結果が発表されました。毎日の食事に「かみごたえ」のある
食材を 1 品加えるだけでも、効果が期待されます。「噛む力」をアップ
させる食材であるゆでダコと旬のシイタケを美味しく食べましょう。

フランスパンにのせたり、パスタと和
えたりしても美味しい。

3ステップレシピ

噛む力をアップ

第
3
7
号
　
令
和
4
年
1
月
4
日
発
行

群
馬
県
農
業
共
済
組
合

〒
3
7
1
‐
0
8
4
7
　
前
橋
市
大
友
町
1
‐
3
‐
1
2

TE
L.0
2
7
‐
2
5
1
‐
5
6
3
1
　
FA
X.0
2
7
‐
2
5
3
‐
7
7
6
7

農 家 ＆ 野 菜 ソ ム リ エ の3 ステップレシピ
「シイタケ、キノコ類と魚介のアヒージョ風」

① 　シイタケは石づきを取り軸ごと縦に 4 等分。マイタケは食
べやすい大きさに裂く。しめじは根元を切り落としてほぐす。
エリンギは食べやすい長さに切り、縦に手で 4 ～ 6 等分に裂
く。エビは背ワタを取って塩を振り、タコは一口大に切る。
ブロッコリーは食べやすい大きさに分ける。

② 　赤唐辛子はヘタと種を取り小口切りにし、ニンニクはつぶ
してから粗いみじん切りにする。小さめのフライパンに A を
入れ、弱火で熱し、香りが立ったら中火にする。

③ 　②に①を加えてシイタケ、キノコ類がしんなりするまで煮
る。仕上げに塩コショウを加え、パセリを振る。

材 料 作り方

（2 人分）
 シイタケ………… 2 個
キノコ類（お好みで）
◦しめじ… 4 分の 1 袋
◦エリンギ……… 1 本
◦マイタケ 4 分の 1 袋
ゆでダコ………… 50g
エビ……………… 8 尾
ブロッコリー…… 適量
塩コショウ……… 少々

パセリみじん切り
……………… 大さじ 1
　　オリーブオイル
　　　………… 120ml
　　ニンニク…… 1 片
　　赤唐辛子…… 1 本

表紙について

3step
recipe

	 甘楽郡下仁田町	 	

	 　　神
かん

戸
べ

　安
やす

弘
ひろ

さん（６７）　　　　芳
よし

文
ふみ

さん（３２）「大坂屋」
　従業員５名と共に、夏は「５K－１６」、冬は「富富（とむとむ）」と
それぞれ味わいが異なる二種類のシイタケを栽培している神戸さん。直
売の他、販路を自ら開拓し百貨店や料亭にも出荷しています。
　父親の代から続けてきた原木栽培を２０年続け、その後新たに菌床栽
培に２８年携わってきた代表の安弘さんは「苦労もありましたが、試行
錯誤しながらここまで来ました」と振り返ります。
　現在経営を任されている息子の芳文さんは、６次産業化に認定された
のをきっかけに各種イベントに出展。「コロナ禍になる前は、試食販売も
していました。自分たちで栽培したものを目の前で試食していただき、

お客様が『感動した』と言って下さる瞬間が一番嬉し
いです」と語ります。
　「シイタケが苦手でも『これならば食べられる』と
の声をよくいただきます。肉厚で旨味のあるシイタケをぜひ一度味わってみてくださ
い」と語ってくれました。

Ａ

⎧
⎨
⎩


